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一

　
『
源
氏
物
語
』
若
菜
下
巻
、
朱
雀
院
の
五
十
賀
を
企
画
し
た
光
源
氏
は
、

女
三
の
宮
に
琴き

ん

を
教
え
て
い
た
。
明
石
の
女
御
は
、
そ
の
琴
の
曲
を
聴
き

た
か
っ
た
た
め
、
十
一
月
の
神
事
の
時
期
に
こ
と
よ
せ
て
六
条
院
に
里
下

が
り
し
た
。
懐
妊
五
ヶ
月
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
正
月
に
、
女
楽
が
催
さ

れ
た
後
、
紫
の
上
が
発
病
、
そ
し
て
、
柏
木
・
女
三
の
宮
の
密
通
、
六
条

御
息
所
の
死
霊
出
現
と
い
う
事
態
が
語
ら
れ
、
そ
の
騒
ぎ
に
覆
い
隠
さ
れ

る
よ
う
に
、
女
御
の
出
産
は
描
か
れ
な
か
っ
た
。
帝
の
三
の
宮
、
後
に
は

匂
宮
と
し
て
物
語
の
主
要
人
物
と
な
る
、
こ
の
皇
子
の
出
産
が
語
ら
れ
な

い
と
い
う
こ
と
は
、
い
か
に
も
不
思
議
な
こ
と
に
思
わ
れ
る
。

　

も
ち
ろ
ん
、
こ
の
段
階
で
後
の
匂
宮
と
い
う
存
在
の
構
想
が
な
か
っ
た

と
い
う
こ
と
は
考
え
ら
れ
る
。
後
述
す
る
よ
う
に
、
こ
の
あ
た
り
の
女
御

の
子
に
つ
い
て
の
叙
述
に
は
、
不
安
定
な
面
も
あ
る
か
ら
で
あ
る（

1
（

。
し
か

し
、
そ
れ
な
ら
ば
、
な
ぜ
女
御
の
懐
妊
が
語
ら
れ
る
必
要
が
あ
っ
た
の
か
。

　

女
御
の
子
に
関
わ
る
叙
述
を
綿
密
に
追
跡
し
な
が
ら
、
こ
の
問
題
を
考

え
、
さ
ら
に
広
い
視
野
の
中
に
位
置
づ
け
て
み
た
い
。

二

　

若
菜
上
巻
の
後
半
、
明
石
の
女
御
は
東
宮
の
第
一
皇
子
を
生
む
。
こ
の

出
産
は
、
光
源
氏
と
明
石
一
族
の
将
来
を
決
定
づ
け
る
出
来
事
と
し
て
詳

し
く
語
ら
れ
て
い
る
。
若
菜
下
巻
に
入
り
、
冷
泉
帝
の
退
位
、
東
宮
の
即

位
と
な
り
、
第
一
皇
子
は
新
東
宮
と
な
っ
た
。
女
御
の
子
の
問
題
を
、
代

替
わ
り
後
の
状
況
か
ら
順
を
追
っ
て
見
て
い
く
こ
と
に
し
よ
う
。

（
Ａ
） 
東
宮
の
女
御
は
、
御
子
た
ち
あ
ま
た
数
そ
ひ
た
ま
ひ
て
、
い
と
ど

御
お
ぼ
え
並
び
な
し
。

明
石
の
物
語
と
柏
木
の
物
語
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（
若
菜
下
④
一
六
六
）

（『
源
氏
物
語
』
の
引
用
は
、
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
本
に
よ
り
、

巻
名
、
冊
番
号
、
頁
な
ど
を
必
要
に
応
じ
て
記
す
。
表
記
を
改
め
た

と
こ
ろ
が
あ
る
）

　

明
石
の
姫
君
は
、
東
宮
の
母
と
し
て
「
東
宮
の
女
御
」
と
呼
ば
れ
る
に

至
っ
た
。
こ
の
新
東
宮
が
生
ま
れ
て
か
ら
五
年
、「
御
子
た
ち
」
は
「
あ

ま
た
」
に
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

新
東
宮
の
将
来
の
即
位
も
確
実
視
さ
れ
る
中
、
源
氏
と
明
石
の
人
々
に

よ
る
住
吉
詣
が
行
わ
れ
る
。
盛
大
な
住
吉
詣
が
描
か
れ
た
後
、
物
語
は
、

今
上
帝
即
位
に
伴
い
、
女
三
の
宮
の
存
在
感
が
増
大
し
た
こ
と
を
、「（
光

源
氏
が
）
渡
り
た
ま
ふ
こ
と
、や
う
や
う
等
し
き
や
う
に
な
り
ゆ
く
」（
④

一
七
七
）
と
語
り
、
夜
離
れ
が
増
え
た
紫
の
上
は
、
女
御
の
子
た
ち
を
か

わ
い
が
る
。

（
Ｂ
） 

春
宮
の
御
さ
し
つ
ぎ
の
女
一
の
宮
を
こ
な
た
に
と
り
わ
き
て
か
し

づ
き
た
て
ま
つ
り
た
ま
ふ
。
そ
の
御
扱
ひ
に
な
む
、
つ
れ
づ
れ
な

る
御
夜
離
れ
の
ほ
ど
も
慰
め
た
ま
ひ
け
る
。
い
づ
れ
も
分
か
ず
、

う
つ
く
し
く
か
な
し
と
思
ひ
き
こ
え
た
ま
へ
り
。

 

（
④
一
七
七
～
一
七
八
）

　

女
一
の
宮
は
、
こ
こ
が
初
出
で
あ
る
。「
さ
し
つ
ぎ
」
と
は
、
東
宮
の

次
に
生
ま
れ
た
と
い
う
意
味
で
あ
る
が
、（
Ａ
）
の
「
あ
ま
た
」
と
併
せ

考
え
る
と
、
女
一
の
宮
の
下
に
も
女
御
所
生
の
子
が
い
る
と
い
う
含
み
が

あ
ろ
う
。「
い
づ
れ
も
分
か
ず
」
と
あ
る
の
は
、
名
前
の
出
て
い
る
限
り

で
は
、
東
宮
と
女
一
の
宮
で
あ
ろ
う
が
、
現
在
、
東
宮
は
内
裏
に
い
る
の

で
、女
一
の
宮
と
そ
の
「
下
の
子
」
を
指
す
と
も
考
え
ら
れ
る
。「
下
の
子
」

は
複
数
か
も
し
れ
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
東
宮
を
含
め
て
少
な
く
と
も
三

人
の
子
の
存
在
が
示
さ
れ
た
こ
と
に
な
り
、（
Ａ
）
の
「
あ
ま
た
」
と
対

応
し
て
い
る
。
た
だ
し
、
こ
の
時
点
で
は
、
そ
の
子
（
ら
）
は
、
男
御
子

か
女
御
子
か
は
わ
か
ら
な
い
。

　

こ
の
直
後
、
花
散
里
が
そ
う
し
た
紫
の
上
を
う
ら
や
ま
し
く
思
い
、
夕

霧
の
子
を
迎
え
た
、
と
い
う
次
の
よ
う
な
叙
述
が
続
く
。

夏
の
御
方
は
、
か
く
と
り
ど
り
な
る
御
孫
あ
つ
か
ひ
を
う
ら
や
み
て
、

大
将
の
君
の
典
侍
腹
の
君
を
切
に
迎
へ
て
ぞ
か
し
づ
き
た
ま
ふ
。

 

（
④
一
七
八
）

　

そ
の
後
、
翌
年
の
朱
雀
院
の
五
十
賀
に
向
け
て
六
条
院
で
も
準
備
が
始

ま
る
が
、
そ
の
中
で
女
御
の
懐
妊
が
次
の
よ
う
に
語
ら
れ
る
。

（
Ｃ
） 

御
子
二
と
こ
ろ
お
は
す
る
を
、
ま
た
も
気
色
ば
み
た
ま
ひ
て
、
五い
つ

月つ
き

ば
か
り
に
ぞ
な
り
た
ま
へ
れ
ば
、
神
事
な
ど
に
こ
と
つ
け
て
お

は
し
ま
す
な
り
け
り
。
十
一
日
過
ぐ
し
て
は
、
参
り
た
ま
ふ
べ
き

御
消
息
う
ち
し
き
り
あ
れ
ど
、
か
か
る
つ
い
で
に
か
く
お
も
し
ろ

き
夜
々
の
御
遊
び
を
う
ら
や
ま
し
く
、
な
ど
て
我
に
伝
へ
た
ま
は

ざ
り
け
む
と
つ
ら
く
思
ひ
き
こ
え
た
ま
ふ
。 

（
④
一
八
二
）

　

本
稿
冒
頭
で
言
及
し
た
の
は
、
こ
の
箇
所
で
あ
る
。

　

こ
の
「
御
子
二
と
こ
ろ
」
に
つ
い
て
は
、
次
の
よ
う
に
説
が
分
か
れ
る
。

①
東
宮
と
女
一
の
宮

②
東
宮
と
二
の
宮

③
東
宮
と
女
一
の
宮
を
除
く
皇
子
二
人
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①
は
、
新
編
全
集
の
頭
注
に
「
女
御
は
す
で
に
、
一
皇
子
一
皇
女
を
も

う
け
て
い
る
」
と
あ
り
、
こ
の
説
を
採
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
た
し
か

に
、
こ
こ
ま
で
登
場
し
て
い
る
女
御
の
子
で
、
は
っ
き
り
と
そ
の
名
を
記

さ
れ
て
い
る
の
は
、
東
宮
と
女
一
の
宮
の
二
人
で
あ
る
が
、
こ
れ
で
は
、

（
Ａ
）
の
「
あ
ま
た
数
そ
ひ
」
に
は
そ
ぐ
わ
な
い
。

　

②
は
、
玉
上
琢
弥
『
源
氏
物
語
評
釈
』
や
新
岩
波
文
庫
の
説
で
あ
る
。

新
岩
波
文
庫
の
注
を
引
用
す
る
。

こ
こ
で
は
皇
女
（
女
一
宮
）
を
除
く
皇
子
の
こ
と
で
、
東
宮
と
、
後

で
話
題
に
さ
れ
る
「
二
宮
」
の
二
人
か
。

次
の
③
も
そ
う
で
あ
る
が
、
し
ば
ら
く
後
の
次
の
叙
述
も
拠
り
所
に
し
て

い
る
。

（
Ｄ
） 「
こ
の
御
子
た
ち（

2
（

の
御
中
に
、
思
ふ
や
う
に
生
ひ
出
で
た
ま
ふ
も
の

し
た
ま
は
ば
、
そ
の
世
に
な
む
、
そ
も
さ
ま
で
な
が
ら
へ
と
ま
る

や
う
あ
ら
ば
、
い
く
ば
く
な
ら
ぬ
手
の
限
り
も
と
ど
め
た
て
ま
つ

る
べ
き
。
二
の
宮
、
今
よ
り
気
色
あ
り
て
見
え
た
ま
ふ
を
」
な
ど

の
た
ま
へ
ば
、
明
石
の
君
は
、
い
と
面
だ
た
し
く
、
涙
ぐ
み
て
聞

き
ゐ
た
ま
へ
り
。 

（
④
二
〇
〇
）

こ
れ
は
、
年
明
け
に
催
さ
れ
た
女
楽
の
場
面
に
お
け
る
光
源
氏
の
会
話
の

一
部
で
あ
る
。
こ
こ
を
併
せ
考
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
先
の
「
あ
ま
た
」

と
い
う
条
件
も
満
た
す
こ
と
と
な
り
、
合
理
的
な
解
釈
だ
と
思
わ
れ
る
。

②
は
、（
Ｃ
）
の
「
御
子
」
を
「
男
御
子
」
と
限
定
し
て
理
解
し
た
説
で

あ
り
、（
Ｂ
）
が
含
み
持
つ
女
一
の
宮
の
下
の
子
は
男
御
子
だ
っ
た
の
だ
、

と
い
う
展
開
と
し
て
読
め
る
。
た
だ
し
、
男
御
子
に
限
定
し
た
解
釈
に
な

る
の
は
、
今
回
懐
妊
し
た
子
が
三
の
宮
と
し
て
産
ま
れ
る
こ
と
を
あ
ら
か

じ
め
見
越
し
た
解
釈
だ
と
い
え
な
い
こ
と
も
な
い
。

　

③
は
、
新
潮
日
本
古
典
集
成
や
新
日
本
古
典
文
字
大
系
が
と
る
。
い
ず

れ
も
、（
Ａ
）
の
「
御
子
た
ち
あ
ま
た
」
の
箇
所
を
参
照
指
示
す
る
。
東

宮
を
含
め
て
、
御
子
が
四
人
と
い
う
理
解
に
な
り
、「
あ
ま
た
」
の
語
感

と
し
て
は
十
分
で
あ
ろ
う
。
根
拠
と
し
て
は
、他
に
（
Ｄ
）
の
「
二
の
宮
」

を
明
融
本
や
河
内
本
の
多
く
が
「
三
宮
」
に
作
る
と
い
う
こ
と
も
あ
る
よ

う
だ（

3
（

。
集
成
は
、（
Ｄ
）
の
「
二
の
宮
」
を
明
融
本
に
拠
っ
て
「
三
の
宮
」

の
本
文
で
立
て
、
頭
注
に
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

明
融
本
、
河
内
本
に
「
三
の
宮
」。
後
の
匂
宮
で
あ
る
。
こ
れ
が
原

形
で
あ
ろ
う
。
青
表
紙
本
に
「
二
の
宮
」
と
す
る
も
の
が
多
い
が
、

拠
り
が
た
い
。

　

た
だ
、
そ
う
す
る
と
、
二
の
宮
と
三
の
宮
が
す
で
に
生
ま
れ
て
い
て
、

こ
こ
で
新
た
に
懐
妊
す
る
子
は
、
四
の
宮
と
な
る
。
若
菜
下
巻
の
終
わ
り

の
方
、
朱
雀
院
の
五
十
賀
が
近
づ
く
あ
た
り
に
「
こ
の
た
び
の
御
子
は
、

ま
た
男
に
て
な
む
お
は
し
ま
し
け
る
」（
④
二
七
三
）
と
わ
ざ
わ
ざ
言
及

さ
れ
た
後
、
消
え
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
点
、
不
審
が
残
る
。
人
物
の
い

わ
ゆ
る
立
ち
消
え
は
時
に
見
ら
れ
る
が
、
こ
れ
が
「
四
の
宮
」
だ
と
す
る

と
、
横
笛
巻
で
「
三
の
宮
三
つ
ば
か
り
に
て
」（
④
三
六
二
）
と
し
て
現

れ
る
宮
（
つ
ま
り
匂
宮
）
に
相
当
す
る
こ
と
と
な
る
。
す
な
わ
ち
、
横
笛

巻
で
、「
四
の
宮
」
か
ら
「
三
の
宮
」
に
設
定
し
直
し
た
、
と
い
う
こ
と

に
な
る
の
で
あ
る
が
、そ
れ
な
ら
ば
、②
説
の
方
が
す
っ
き
り
す
る
。（
Ｄ
）

の
「
三
の
宮
」
と
い
う
明
融
本
の
本
文
を
根
拠
に
す
る
こ
と
に
は
、
慎
重
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で
あ
っ
た
方
が
よ
さ
そ
う
で
あ
る
。

　

こ
の
三
つ
の
説
の
中
で
は
、
②
に
も
っ
と
も
説
得
力
が
あ
る
だ
ろ
う
。

　

た
だ
し
、
他
に
も
う
一
つ
の
解
釈
の
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
。

　

そ
れ
は
、
東
宮
を
除
い
て
女
一
の
宮
と
二
の
宮
、
と
す
る
見
方
で
あ
る
。

②
説
は
、
女
一
の
宮
を
除
い
た
男
御
子
の
数
と
し
て
「
二
と
こ
ろ
」
と
い

う
の
で
合
理
性
が
あ
る
が
、
こ
の
解
釈
も
、
東
宮
と
い
う
特
別
な
地
位
に

至
っ
た
御
子
を
除
く
、
と
い
う
点
で
、
十
分
に
成
立
可
能
で
あ
ろ
う
。
若

菜
上
巻
冒
頭
、
朱
雀
院
の
御
子
を
紹
介
す
る
く
だ
り
に
、「
御
子
た
ち
は
、

東
宮
を
お
き
た
て
ま
つ
り
て
、
女
宮
た
ち
な
む
四
所
お
は
し
ま
し
け
る
」

（
④
一
七
）
と
あ
っ
た
こ
と
も
思
い
合
わ
さ
れ
る
。
ま
た
、（
Ｂ
）
の
「
い

づ
れ
も
分
か
ず
」
と
の
つ
な
が
り
も
よ
い
。
た
だ
、
②
と
の
優
劣
を
決
め

る
決
め
手
に
は
欠
け
て
い
る
。
今
は
、
ど
ち
ら
も
可
能
性
が
あ
る
、
と
い

う
と
こ
ろ
に
と
ど
め
て
お
き
た
い
。

　

な
お
、（
Ｃ
）
の
「
十
一
日
」
は
、
や
や
唐
突
な
表
現
な
が
ら
、
十
二

月
十
一
日
の
月
次
祭
を
指
す
の
で
あ
ろ
う
。
十
一
月
以
来
の
神
事
は
一
区

切
り
、
と
し
て
、
帝
は
女
御
の
帰
参
を
催
促
す
る
。

三

　
（
Ｄ
）
か
ら
先
を
た
ど
っ
て
み
よ
う
。（
Ｄ
）
で
は
、「
二
の
宮
」
以
外
に
、

「
こ
の
御
子
た
ち
」
の
箇
所
に
も
解
釈
の
問
題
が
あ
る
。
先
に
注
（
2
）

で
ふ
れ
た
よ
う
に
、
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
は
「
こ
の
皇
子
た
ち
」
と

い
う
表
記
で
あ
る
。
底
本
で
あ
る
明
融
本
で
は
、「
こ
の
み
こ
た
ち
」
と

仮
名
書
き
で
あ
る
の
で
、「
皇
子
」
と
い
う
表
記
は
、
校
注
者
の
判
断
に

よ
る
の
だ
ろ
う
。
新
編
全
集
は
、（
Ｃ
）
の
「
二
と
こ
ろ
」
を
「
一
皇
子

一
皇
女
」
と
と
っ
て
い
る
よ
う
な
の
で
、
こ
こ
を
「
皇
子
た
ち
」
と
す
る

と
整
合
し
な
い
の
だ
が
、
頭
注
に
「
明
石
の
女
御
腹
の
皇
子
た
ち
」
と
あ

り
、
東
宮
と
二
の
宮
と
い
う
理
解
で
あ
ろ
う
か
。
玉
上
評
釈
も
、「
明
石

の
女
御
の
生
ん
だ
皇
子
た
ち
。「
み
こ
」
は
親
王
で
あ
る
」
と
す
る
。

　

し
か
し
、「
こ
の
」
と
い
う
指
示
語
や
「
思
ふ
や
う
に
生
ひ
出
で
た
ま
ふ
」

と
い
う
表
現
か
ら
は
、
い
ま
六
条
院
で
育
っ
て
い
る
と
い
う
意
味
合
い
が

感
じ
ら
れ
、
東
宮
は
含
ま
れ
て
い
な
い
と
も
考
え
ら
れ
る
。

　

こ
の
場
面
、
光
源
氏
の
音
楽
論
が
ま
と
ま
っ
て
披
露
さ
れ
る
箇
所
の
一

部
で
あ
る
が
、
源
氏
と
夕
霧
の
対
話
と
し
て
展
開
さ
れ
て
い
た
。
そ
こ
で

源
氏
は
、
自
ら
の
卓
絶
し
た
音
楽
の
技
量
が
い
ま
断
絶
し
つ
つ
あ
る
こ
と

を
嘆
き
、
夕
霧
は
、
そ
れ
を
受
け
継
げ
て
い
な
い
こ
と
を
恥
じ
る
。
そ
れ

を
受
け
継
ぐ
可
能
性
が
あ
る
の
は
、
明
石
の
女
御
腹
の
御
子
た
ち
な
の
で

あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
こ
こ
で
明
石
の
君
の
反
応
が
取
り
上
げ
ら
れ
る
の
で

あ
っ
た
。「
御
子
た
ち
」
は
、
い
ま
女
御
が
懐
妊
し
て
い
る
の
が
三
の
宮

だ
と
す
れ
ば
、
女
一
の
宮
と
二
の
宮
で
あ
ろ
う
。
女
楽
で
は
、
女
三
の
宮

の
琴
は
、
源
氏
の
特
訓
に
よ
っ
て
み
ご
と
な
上
達
を
遂
げ
た
が
、
源
氏
が

自
分
の
技
量
を
本
当
に
伝
え
た
い
の
は
、
や
は
り
自
分
の
血
を
引
い
た
明

石
の
女
御
腹
の
御
子
た
ち
で
あ
る
に
ち
が
い
な
い
。

　

華
や
か
な
女
楽
は
終
わ
っ
た
。
翌
日
、
紫
の
上
は
源
氏
と
の
長
い
会
話

を
交
わ
し
た
が
、
こ
れ
ま
で
に
も
度
々
申
し
出
て
い
た
出
家
の
願
い
を
、

ま
た
し
て
も
却
下
さ
れ
た
。
年
齢
も
、
厄
年
の
三
十
七
歳
と
記
さ
れ
、
そ

の
晩
、
紫
の
上
は
発
病
す
る
。
回
復
せ
ぬ
ま
ま
、
朱
雀
院
の
五
十
賀
の
予
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定
で
あ
っ
た
二
月
も
過
ぎ
、
二
条
院
に
移
る
こ
と
と
な
っ
た
。
そ
う
し
て
、

見
舞
い
に
や
っ
て
来
た
明
石
の
女
御
と
の
対
面
の
場
面
に
な
る
。

（
Ｅ
） 
女
御
の
君
も
渡
り
た
ま
ひ
て
、
も
ろ
と
も
に
見
た
て
ま
つ
り
あ
つ

か
ひ
た
ま
ふ
。「
た
だ
に
も
お
は
し
ま
さ
で
、
も
の
の
け
な
ど
い
と

恐
ろ
し
き
を
、
早
く
参
り
た
ま
ひ
ね
」
と
、
苦
し
き
御
心
地
に
も

聞
こ
え
た
ま
ふ
。
若
宮
の
い
と
う
つ
く
し
う
て
お
は
し
ま
す
を
見

た
て
ま
つ
り
た
ま
ひ
て
も
、
い
み
じ
く
泣
き
た
ま
ひ
て
、「
大
人
び

た
ま
は
む
を
、
え
見
た
て
ま
つ
ら
ず
な
り
な
む
こ
と
。
忘
れ
た
ま

ひ
な
む
か
し
」
と
の
た
ま
へ
ば
、
女
御
、
せ
き
あ
へ
ず
悲
し
と
思

し
た
り
。 
（
若
菜
下
④
二
一
五
～
二
一
六
）

　

紫
の
上
は
、
懐
妊
中
の
女
御
を
気
遣
っ
て
、
も
の
の
け
が
移
る
と
い
け

な
い
か
ら
早
く
帰
る
よ
う
促
す
。
女
御
は
、
女
楽
の
折
に
、

い
と
ふ
く
ら
か
な
る
ほ
ど
に
な
り
た
ま
ひ
て
、
な
や
ま
し
く
お
ぼ
え

た
ま
ひ
け
れ
ば
、
御
琴
も
押
し
や
り
て
、
脇
息
に
押
し
か
か
り
た
ま

へ
り
。 
（
④
一
九
二
）

と
い
う
ほ
ど
で
あ
っ
た
か
ら
、
さ
ら
に
お
腹
が
大
き
く
な
っ
て
い
る
は
ず

で
あ
る
。

　

こ
の
「
若
宮
」
に
つ
い
て
は
、
古
注
釈
以
来
、
女
一
の
宮
と
す
る
説
と

二
の
宮
（
あ
る
い
は
三
の
宮
）
と
す
る
説
と
に
分
か
れ
る
。

　

実
は
、
こ
の
箇
所
も
、
後
続
の
箇
所
を
考
え
合
わ
せ
る
必
要
が
あ
る
。

そ
れ
は
、
若
菜
下
巻
の
し
ば
ら
く
先
で
、
源
氏
が
女
子
教
育
の
難
し
さ
を

紫
の
上
に
語
る
一
段
で
あ
る
。
源
氏
は
、
柏
木
と
女
三
の
宮
の
密
通
の
事

実
を
掴
み
、
朧
月
夜
と
朝
顔
の
姫
君
の
出
家
も
知
っ
た
。

（
Ｆ
） 

女
子
を
生
ほ
し
立
て
む
こ
と
よ
、い
と
難
か
る
べ
き
わ
ざ
な
り
け
り
。

宿
世
な
ど
い
ふ
ら
む
も
の
は
目
に
見
え
ぬ
わ
ざ
に
て
、
親
の
心
に

ま
か
せ
が
た
し
。
生
ひ
立
た
む
ほ
ど
の
心
づ
か
ひ
は
、
な
ほ
力
入

る
べ
か
め
り
。
よ
く
こ
そ
あ
ま
た
方
々
に
、
心
を
乱
る
ま
じ
き
契

り
な
り
け
れ
。
年
深
く
入
ら
ざ
り
し
ほ
ど
は
、
さ
う
ざ
う
し
の
わ

ざ
や
、
さ
ま
ざ
ま
に
見
ま
し
か
ば
と
な
む
、
嘆
か
し
き
折
々
あ
り
し
。

若
宮
を
心
し
て
生
ほ
し
立
て
た
て
ま
つ
り
た
ま
へ
。

 

（
④
二
六
三
～
二
六
四
）

　
「
若
宮
」
と
い
う
語
は
、『
源
氏
物
語
』
で
は
皇
子
を
指
す
こ
と
が
多
い

が（
4
（

、
こ
の
「
若
宮
」
は
、
前
後
の
文
脈
か
ら
女
一
の
宮
を
さ
す
と
見
る
ほ

か
な
い
。
し
た
が
っ
て
、（
Ｅ
）
に
つ
い
て
も
、
そ
の
可
能
性
は
あ
る
の

だ
が
、
女
一
の
宮
か
二
の
宮
か
は
、
前
後
の
文
脈
か
ら
特
定
す
る
こ
と
が

で
き
な
い
。

　

だ
が
、
も
し
女
一
の
宮
で
あ
る
な
ら
ば
、「
女
一
の
宮
」
と
か
「
姫
宮
」

と
書
け
ば
特
定
で
き
る
と
こ
ろ
、「
若
宮
」
と
し
て
い
る
の
は
、
二
の
宮

だ
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
あ
る
い
は
、
姉
で
あ
る
女
一
の
宮

よ
り
、
年
下
の
二
の
宮
の
方
が
「
若
宮
」
と
呼
ば
れ
る
の
に
ふ
さ
わ
し
い

か
も
し
れ
な
い
。

　

こ
こ
で
紫
の
上
は
、「
大
人
に
な
る
の
を
見
届
け
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
、

私
の
こ
と
を
忘
れ
て
し
ま
う
だ
ろ
う
」
と
、
祖
母
と
し
て
の
悲
し
い
思
い

を
伝
え
て
い
る
が
、
こ
れ
は
、
後
の
御
法
巻
で
、
や
は
り
紫
の
上
が
匂
宮

に
向
か
っ
て
「
ま
ろ
が
は
べ
ら
ざ
ら
む
に
、
思
し
出
で
な
む
や
」（
④

五
〇
二
）、「
大
人
に
な
り
た
ま
ひ
な
ば
、
こ
こ
に
住
み
た
ま
ひ
て
、
こ
の
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対
の
前
な
る
紅
梅
と
桜
と
は
、
花
の
折
々
に
心
と
ど
め
て
も
て
あ
そ
び
た

ま
へ
。
さ
る
べ
か
ら
む
折
は
、
仏
に
も
奉
り
た
ま
へ
」（
④
五
〇
三
）
な

ど
と
語
り
か
け
る
形
で
反
復
さ
れ
る
。
そ
う
し
た
反
復
も
、
こ
こ
を
二
の

宮
と
と
る
小
さ
な
根
拠
と
な
る
だ
ろ
う
か
。

　

以
上
、
煩
を
厭
わ
ず
、
明
石
の
女
御
の
子
に
関
す
る
記
述
を
追
っ
て
み

た
が
、
全
体
に
曖
昧
な
要
素
が
付
き
ま
と
う
こ
と
は
否
め
な
い
。
一
応
、

女
楽
の
時
点
で
は
、
女
御
の
子
は
、
東
宮
、
女
一
の
宮
、
二
の
宮
が
生
ま

れ
て
い
て
、
四
人
目
の
子
を
懐
妊
中
と
見
て
お
く
。

四

　

こ
の
よ
う
に
し
て
、
女
楽
と
平
行
す
る
よ
う
に
、
女
御
の
懐
妊
が
語
ら

れ
て
き
た
が
、
そ
の
出
産
は
、
柏
木
・
女
三
の
宮
の
密
通
、
六
条
御
息
所

の
死
霊
出
現
と
い
う
事
件
に
覆
わ
れ
、
語
ら
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
前

年
の
十
一
月
に
五
ヶ
月
と
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
実
際
の
出
産
の
時
期
は
ほ

ぼ
こ
れ
ら
の
事
件
と
同
じ
頃
と
考
え
ら
れ
る
。
な
ぜ
、
女
御
の
出
産
は
語

ら
れ
な
い
の
か
。
も
ち
ろ
ん
、
物
語
は
歴
史
の
記
述
で
は
な
い
か
ら
、
語

ら
れ
る
事
柄
は
選
択
さ
れ
る
。
女
御
の
出
産
は
、
す
で
に
語
ら
れ
て
き
て

い
る
今
上
帝
の
世
の
更
な
る
安
定
、
発
展
、
そ
し
て
、
明
石
一
族
、
光
源

氏
一
統
の
繁
栄
、
と
い
う
既
定
路
線
を
推
し
進
め
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の

意
味
で
は
、
物
語
を
展
開
さ
せ
る
力
に
乏
し
い
。
そ
れ
に
対
し
て
、
柏
木
・

女
三
の
宮
の
密
通
や
六
条
御
息
所
の
死
霊
出
現
は
、
六
条
院
世
界
の
決
定

的
な
変
質
を
導
く
と
い
う
意
味
に
お
い
て
、
よ
り
一
層
焦
点
を
当
て
ら
れ

て
し
か
る
べ
き
事
柄
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
女
御
の
出
産
と
い

う
出
来
事
が
覆
い
隠
さ
れ
て
し
ま
う
の
も
、
あ
る
意
味
で
は
当
然
と
も
い

え
る
。
そ
れ
で
は
、
な
ぜ
、
女
御
の
懐
妊
と
い
う
叙
述
は
必
要
な
の
か
、

あ
る
い
は
、
女
御
の
懐
妊
は
物
語
世
界
に
何
を
も
た
ら
し
て
い
る
の
か
。

　

紫
の
上
の
発
病
が
な
か
っ
た
な
ら
ば
、
め
で
た
く
朱
雀
院
の
五
十
賀
が

催
さ
れ
、
引
き
続
い
て
女
御
の
出
産
と
い
う
こ
と
に
な
っ
た
だ
ろ
う
。
で

は
、
紫
の
上
の
発
病
や
柏
木
の
事
件
が
急
な
予
定
変
更
か
と
い
え
ば
、
も

ち
ろ
ん
そ
ん
な
こ
と
は
あ
る
ま
い
。
朱
雀
院
五
十
賀
が
延
期
さ
れ
続
け
る

も
の
と
し
て
あ
る
の
は
既
定
路
線
で
あ
ろ
う
し
、
そ
の
中
で
、
女
御
の
懐

妊
は
物
語
世
界
に
何
を
も
た
ら
し
て
い
る
の
か
と
問
う
必
要
が
あ
る
。
極

端
に
言
え
ば
、
女
楽
と
並
行
し
て
女
御
は
懐
妊
し
て
い
て
も
い
な
く
て
も

そ
う
変
わ
り
は
な
い
と
も
言
え
る
。

　

端
的
に
言
え
ば
、
女
御
の
懐
妊
が
柏
木
の
事
件
に
よ
っ
て
覆
わ
れ
る
、

そ
の
こ
と
じ
た
い
に
意
味
が
あ
る
。
こ
の
展
開
は
、
若
菜
上
巻
、
女
御
の

第
一
皇
子
出
産
と
踵
を
接
し
て
柏
木
に
よ
る
女
三
の
宮
の
か
い
ま
見
が
語

ら
れ
た
こ
と
と
連
動
し
て
い
る
。

　

そ
こ
で
は
、
三
月
十
余
日
の
女
御
の
出
産
か
ら
あ
ま
り
日
を
置
か
ず
、

柏
木
の
か
い
ま
見
が
語
ら
れ
た
。
誕
生
し
た
皇
子
の
産
養
と
そ
の
な
ご
り

の
に
ぎ
わ
い
が
続
い
て
い
た
と
見
ら
れ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
か
い
ま
見

の
あ
っ
た
蹴
鞠
の
日
に
は
、
光
源
氏
は
「
こ
の
ご
ろ
こ
そ
い
と
つ
れ
づ
れ

に
紛
る
る
こ
と
な
か
り
け
れ
」（
若
菜
上
④
一
三
六
）
と
、
来
訪
し
た
螢

宮
や
柏
木
に
語
っ
て
い
た
。
そ
の
日
は
、
け
っ
し
て
月
末
と
い
う
わ
け
で

は
な
く
、
月
末
に
催
さ
れ
る
小
弓
ま
で
い
さ
さ
か
日
数
が
空
く
よ
う
な
日

で
あ
っ
た
。
し
か
も
、「
桐
壺
は
若
宮
具
し
た
て
ま
つ
り
て
参
り
た
ま
ひ
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に
し
こ
ろ
」（
若
菜
上
④
一
三
七
）
と
あ
る
よ
う
に
、
出
産
を
終
え
た
女

御
は
若
宮
と
と
も
に
す
で
に
宮
中
に
帰
っ
て
い
る
。
客
観
的
な
日
付
か
ら

言
え
ば
、
い
さ
さ
か
無
理
な
時
間
設
定
で
あ
る
こ
と
は
否
め
な
い
が
、
蹴

鞠
の
日
が
語
ら
れ
る
時
に
は
、
実
際
の
日
付
以
上
に
明
石
の
姫
君
の
出
産

は
過
去
に
遠
ざ
か
っ
て
い
る
、
と
い
う
書
き
方
で
あ
る
。

　

そ
の
蹴
鞠
の
日
が
語
ら
れ
る
一
段
が
「
三
月
ば
か
り
の
空
う
ら
ら
か
な

る
日
」（
若
菜
上
④
一
三
六
）
と
書
き
起
こ
さ
れ
る
の
は
、
ほ
と
ん
ど
明

石
の
女
御
の
出
産
と
無
縁
な
、
ま
る
で
別
世
界
の
よ
う
な
趣
で
あ
る
。
実

際
、
東
宮
の
皇
子
誕
生
と
柏
木
の
恋
と
の
間
に
は
直
接
の
関
係
な
ど
は
な

く
、
別
個
の
事
柄
が
無
理
を
し
て
三
月
の
中
に
詰
め
込
ま
れ
て
い
る
印
象

で
あ
る
。
そ
の
二
つ
の
間
に
、
皇
子
誕
生
の
知
ら
せ
を
受
け
た
明
石
の
入

道
が
、
そ
の
機
縁
と
な
っ
た
夢
に
つ
い
て
長
大
な
手
紙
を
寄
こ
し
、
そ
れ

に
よ
っ
て
、
物
語
の
時
間
は
過
去
に
遡
り
つ
つ
肥
大
化
さ
せ
ら
れ
て
い
る
。

こ
れ
に
つ
い
て
、「
出
来
事
の
時
間
」
と
「
言
説
の
時
間
」
と
の
関
係
の

問
題
と
し
て
明
快
な
把
握
を
示
し
た
秋
山
虔
氏
に
よ
れ
ば
、
皇
子
誕
生
は
、

六
条
院
の
繁
栄
の
更
な
る
到
達
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
る
の
に
対
し
て
、

柏
木
・
女
三
の
宮
の
関
係
は
、「
そ
の
よ
う
な
到
達
を
そ
の
内
部
か
ら
崩

落
へ
と
導
く
物
語
の
開
始
」
で
あ
り
、
そ
う
し
た
異
質
な
主
題
の
推
移
に

は
、
入
道
の
手
紙
等
を
語
る
長
大
濃
密
な
「
言
説
の
時
間
」
の
媒
介
が
必

要
で
あ
っ
た
、
と
い
う（

5
（

。
有
益
な
指
標
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　

そ
の
よ
う
な
、
時
間
に
関
わ
る
物
語
の
方
法
に
関
す
る
分
析
に
拠
り
つ

つ
、
私
は
、
こ
こ
で
、
明
石
の
物
語
、
柏
木
の
物
語
双
方
か
ら
、
こ
の
三

月
と
い
う
季
節
が
重
要
な
意
味
を
持
つ
こ
と
、
そ
し
て
、
そ
こ
か
ら
時
間

の
せ
め
ぎ
合
い
を
生
じ
さ
せ
つ
つ
、
緊
張
的
な
物
語
の
展
開
が
可
能
に

な
っ
た
、
と
い
う
関
係
を
読
み
取
っ
て
み
た
い
。

　

す
な
わ
ち
、
明
石
の
一
族
に
と
っ
て
、
三
月
、
と
り
わ
け
十
日
過
ぎ
と

い
う
の
は
、
特
別
な
時
期
で
あ
っ
た
。
入
道
が
暴
風
雨
の
中
、
光
源
氏
を

須
磨
に
迎
え
に
や
っ
て
来
た
の
は
、
三
月
十
三
日
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
明

石
の
女
御
が
生
ま
れ
た
の
は
、
三
月
十
六
日
。
そ
し
て
、
こ
の
若
菜
上
巻

の
第
一
皇
子
の
誕
生
は
、
お
そ
ら
く
三
月
十
二
日
。

　

明
石
側
の
こ
う
し
た
日
付
の
偏
り
に
対
し
て
、
柏
木
の
か
い
ま
見
は
、

も
ち
ろ
ん
若
紫
巻
の
源
氏
に
よ
る
紫
の
上
か
い
ま
見
と
対
応
関
係
に
あ
る
。

光
源
氏
の
物
語
を
な
ぞ
る
よ
う
に
し
な
が
ら
、
か
い
ま
見
か
ら
密
通
へ
と

至
る
柏
木
の
物
語
で
は
、
わ
ず
か
に
か
い
ま
見
る
こ
と
が
で
き
た
女
三
の

宮
と
い
う
「
桜
」
は
、
春
と
い
う
季
節
と
と
も
に
再
び
見
え
な
く
な
る
、

と
い
う
設
定
で
あ
る
。
こ
の
あ
た
り
の
物
語
に
は
、「
山
桜
霞
の
間
よ
り

ほ
の
か
に
も
見
て
し
人
こ
そ
恋
し
か
り
け
れ
」（
古
今
集
・
恋
一
・

四
七
九
・
貫
之
）
と
い
う
歌
が
底
流
と
し
て
あ
り（

6
（

、
か
い
ま
見
後
の
月
末

に
柏
木
が
再
訪
し
た
六
条
院
は
、「
今
日
に
と
ぢ
む
る
霞
の
け
し
き
」（
若

菜
下
④
一
五
四
）
と
し
て
閉
ざ
さ
れ
、
そ
れ
か
ら
五
年
も
の
月
日
の
間
、

柏
木
は
女
三
の
宮
へ
の
思
い
を
募
ら
せ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　

冷
泉
帝
か
ら
今
上
帝
へ
の
譲
位
に
至
る
ま
で
の
五
年
、
明
石
の
女
御
の

御
子
は
「
あ
ま
た
」
と
な
り
、
柏
木
は
、
中
納
言
に
昇
進
し
て
女
二
の
宮

と
結
婚
し
な
が
ら
も
、
女
三
の
宮
へ
の
思
い
を
断
念
し
き
れ
な
い
年
月
で

あ
っ
た
。

　

そ
う
し
て
、
女
楽
の
後
、
暦
の
上
で
は
、
春
の
終
わ
り
か
夏
の
初
め
と



─ 18 ─

推
定
さ
れ
る
明
石
の
女
御
の
出
産
は
、
柏
木
の
密
通
と
六
条
御
息
所
の
死

霊
出
現
に
覆
い
隠
さ
れ
た
。
若
菜
上
巻
末
で
、
明
石
の
栄
華
と
対
置
さ
れ

る
よ
う
に
せ
り
上
が
っ
て
き
た
柏
木
の
物
語
は
、
つ
い
に
明
石
の
更
な
る

栄
華
の
描
出
を
覆
い
隠
し
て
し
ま
う
ま
で
に
至
っ
た
。
し
か
も
、
女
御
の

出
産
が
書
か
れ
な
か
っ
た
と
い
う
だ
け
で
な
く
、
女
楽
後
に
発
病
し
た
紫

の
上
が
三
月
に
二
条
院
に
移
っ
た
後
の
六
条
院
は
次
の
よ
う
な
あ
り
さ
ま

で
あ
っ
た
。

院
の
内
の
人
々
は
、
み
な
あ
る
限
り
二
条
院
に
集
ひ
参
り
て
、
こ
の

院
に
は
、
火
を
消
ち
た
る
や
う
に
て
、
た
だ
、
女
ど
ち
お
は
し
て
、

人
ひ
と
り
の
御
け
は
ひ
な
り
け
り
と
見
ゆ
。 

（
④
二
一
五
）

こ
の
直
後
に
、
先
の
（
Ｅ
）、
女
御
が
紫
の
上
を
見
舞
う
場
面
が
来
る
。

紫
の
上
を
見
舞
っ
た
後
、
女
御
は
火
の
消
え
た
よ
う
な
六
条
院
で
出
産
を

し
た
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
女
三
の
宮
へ
の
思
い
を
募
ら
せ
る
柏
木
が

小
侍
従
に
胸
の
内
を
打
ち
明
け
る
く
だ
り
は
、
こ
う
書
か
れ
て
い
る
。

か
く
て
、
院
も
離
れ
お
は
し
ま
す
ほ
ど
、
人
目
少
な
く
し
め
や
か
な

ら
む
を
推
し
は
か
り
て
、
小
侍
従
を
迎
へ
と
り
つ
つ
、
い
み
じ
う
語

ら
ふ
。 

（
④
二
一
八
）

も
は
や
こ
こ
に
は
、
明
石
の
女
御
の
出
産
と
い
う
慶
事
が
、
叙
述
と
し
て

入
る
余
地
は
微
塵
も
な
い
。

　

こ
の
よ
う
に
、
明
石
の
女
御
の
懐
妊
は
、
第
一
皇
子
の
折
は
出
産
と
し

て
語
ら
れ
、
そ
の
後
、
や
や
窮
屈
な
形
で
柏
木
の
物
語
が
続
い
た
。
こ
の

度
の
懐
妊
で
は
、
柏
木
と
女
三
の
宮
の
密
通
に
筆
が
費
や
さ
れ
、
出
産
は

書
か
れ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
。
若
菜
上
下
巻
に
お
い
て
、
明
石
の
物
語
と

柏
木
の
物
語
が
あ
る
種
の
連
動
を
以
て
語
ら
れ
る
、
と
い
う
方
法
が
強
固

に
繰
り
返
さ
れ
て
い
る
、
と
見
て
よ
い
だ
ろ
う
。

　

そ
し
て
、
出
産
の
語
ら
れ
な
か
っ
た
女
御
の
懐
妊
を
引
き
継
ぐ
か
の
よ

う
に
、
女
三
の
宮
の
懐
妊
と
い
う
事
態
に
至
る
。
柏
木
と
の
密
通
に
よ
る

罪
の
子
の
懐
妊
も
、
世
間
か
ら
見
れ
ば
、
六
条
院
の
正
室
の
懐
妊
と
い
う

慶
事
で
あ
る
。
紫
上
の
病
や
朱
雀
院
五
十
賀
の
延
期
が
続
く
六
条
院
に

あ
っ
て
、
わ
ず
か
に
明
る
い
話
題
に
見
え
る
も
の
が
、
恐
る
べ
き
暗
黒
な

の
で
あ
っ
た
。
普
通
に
祝
福
さ
れ
る
は
ず
の
女
御
の
出
産
に
代
わ
り
、
祝

福
さ
れ
得
な
い
女
三
の
宮
の
懐
妊
の
時
間
が
続
い
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。

五

　

出
産
が
描
か
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
が
、
こ
の
女
御
の
御
子
に
つ
い
て

は
、
先
に
ほ
ん
の
少
し
ふ
れ
た
よ
う
に
、
若
菜
下
巻
の
終
わ
り
の
方
で
次

の
よ
う
に
語
ら
れ
て
い
る
。

（
Ｇ
） 

十
二
月
に
な
り
に
け
り
。
十
余
日
と
定
め
て
、
舞
ど
も
馴
ら
し
、

殿
の
内
ゆ
す
り
て
の
の
し
る
。
二
条
院
の
上
は
、
ま
だ
渡
り
た
ま

は
ざ
り
け
る
を
、
こ
の
試
楽
に
よ
り
ぞ
、
え
し
づ
め
は
て
で
渡
り

た
ま
へ
る
。
女
御
の
君
も
里
に
お
は
し
ま
す
。
こ
の
度
の
御
子
は
、

ま
た
男
に
て
な
む
お
は
し
ま
し
け
る
。
す
ぎ
す
ぎ
い
と
を
か
し
げ

に
て
お
は
す
る
を
、
明
け
暮
れ
も
て
あ
そ
び
た
て
ま
つ
り
た
ま
ふ

に
な
む
、
過
ぐ
る
齢
の
し
る
し
、
う
れ
し
く
思
さ
れ
け
る
。

 

（
④
二
七
三
）

　

紫
の
上
の
病
に
よ
っ
て
延
期
と
な
っ
た
朱
雀
院
の
五
十
賀
は
、
十
二
月
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の
十
日
過
ぎ
と
決
ま
っ
た
。
そ
の
た
め
の
試
楽
を
見
に
、
紫
の
上
が
六
条

院
に
や
っ
て
き
た
。
明
石
の
女
御
も
里
下
が
り
し
て
い
る
。「
こ
の
度
の

御
子
は
」
と
あ
る
の
で
、
出
産
の
た
め
の
里
下
が
り
か
と
、
ふ
と
読
ん
で

し
ま
う
が
、
や
は
り
、
四
月
頃
に
生
ま
れ
た
御
子
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
さ

す
が
に
間
隔
が
足
り
な
い
。
し
か
し
、こ
こ
の
書
き
方
は
、「
ま
た
男
に
て
」

「
す
ぎ
す
ぎ
」
と
、
い
か
に
も
続
け
ざ
ま
に
男
皇
子
が
生
ま
れ
た
よ
う
な

感
じ
を
与
え
る
。
事
実
、
玉
上
評
釈
は
「
ご
出
産
に
よ
っ
て
」
と
説
明
し
、

集
成
も
「
女
御
の
君
も
」
の
一
文
に
「
お
産
の
た
め
で
あ
る
こ
と
、
次
の

文
章
で
わ
か
る
」
と
注
を
施
す（

7
（

。

　

文
章
じ
た
い
か
ら
は
、
そ
う
と
る
の
が
自
然
に
思
え
る
が
、
女
楽
の
折

に
懐
妊
し
て
い
た
子
が
、
予
定
通
り
四
月
頃
に
生
ま
れ
て
い
た
の
で
あ
れ

ば
、
こ
こ
で
新
た
な
御
子
の
誕
生
は
何
と
し
て
も
無
理
で
あ
る
。
三
月
に

女
御
は
紫
の
上
を
見
舞
っ
て
い
る
か
ら
、
出
産
を
早
め
に
想
定
す
る
こ
と

も
で
き
な
い
。「
こ
の
度
の
御
子
」
は
、
四
月
頃
生
ま
れ
た
御
子
を
指
す

に
し
て
は
、
間
が
抜
け
て
い
る
が
、
や
は
り
そ
の
御
子
の
こ
と
で
あ
り
、

た
と
え
ば
、
久
し
ぶ
り
に
六
条
院
に
戻
っ
た
紫
の
上
と
の
対
面
が
初
め
て

で
あ
ろ
う
こ
と
な
ど
か
ら
、「
こ
の
度
の
」
と
し
た
、
と
い
っ
た
こ
と
が

考
え
ら
れ
よ
う
か
。

　

し
か
し
、
な
お
翻
っ
て
考
え
る
に
、「
事
実
」
と
し
て
は
そ
う
で
あ
っ

て
も
、
こ
こ
は
、
い
ま
見
た
よ
う
な
「
書
き
方
」
を
こ
そ
重
視
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
と
こ
ろ
な
の
で
あ
ろ
う
。
そ
う
し
た
客
観
的
な
出
産
の
間
隔

と
い
う
こ
と
を
越
え
て
、
女
御
は
次
々
と
御
子
に
恵
ま
れ
る
よ
う
に
描
か

れ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
が
大
切
な
の
だ
と
思
わ
れ
る
。
代
替
わ
り
後
、

女
御
が
現
れ
る
度
に
子
ど
も
が
増
え
て
ゆ
く
、
そ
う
い
う
書
き
方
が
さ
れ

て
い
る
と
見
て
よ
い
だ
ろ
う
。
実
際
に
女
御
の
出
産
が
書
か
れ
る
の
は
、

最
初
の
東
宮
の
み
で
あ
り
、
そ
れ
は
逆
か
ら
言
え
ば
、
第
一
皇
子
の
み
盛

大
に
描
き
、
そ
の
後
の
子
の
出
産
の
様
子
は
描
か
な
い
、
と
い
う
こ
と
で

も
あ
る
だ
ろ
う
。

　

そ
し
て
、
こ
こ
で
女
御
が
六
条
院
に
来
て
い
る
の
は
、
出
産
の
た
め
で

な
け
れ
ば
、
試
楽
を
見
る
た
め
で
あ
ろ
う
。
紫
の
上
と
女
御
が
と
も
に
試

楽
を
見
に
や
っ
て
来
る
、
と
い
う
の
は
、
前
年
の
暮
れ
、
源
氏
か
ら
琴き
ん

の

琴
を
教
わ
っ
た
こ
と
の
な
い
紫
の
上
と
女
御
が
、
女
三
の
宮
と
源
氏
の
琴

の
音
を
聴
き
に
来
た
と
い
う
展
開
と
よ
く
似
て
い
る
。
女
楽
の
後
、
予
定

さ
れ
て
い
た
朱
雀
院
の
五
十
賀
は
延
期
さ
れ
、
今
に
至
っ
て
い
る
。
女
楽

後
の
「
中
断
」
か
ら
よ
う
や
く
「
再
開
」
に
な
っ
た
と
い
う
趣
で
あ
り
、

そ
こ
で
女
御
の
子
の
誕
生
に
ふ
れ
ら
れ
る
、
と
い
う
結
構
で
あ
る
。

　

長
い
若
菜
上
下
巻
が
い
よ
い
よ
閉
じ
ら
れ
よ
う
と
す
る
今
、
朱
雀
院
の

五
十
賀
は
何
と
し
て
も
挙
行
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
若
菜
上
巻
の
光
源
氏

の
四
十
賀
と
首
尾
呼
応
す
る
構
図
に
な
る
は
ず
だ
か
ら
で
あ
る
。
賀
宴
に

参
加
で
き
な
い
女
君
た
ち
の
存
在
は
、
試
楽
を
華
や
か
に
す
る
と
と
も
に

演
奏
者
た
ち
に
は
緊
張
感
を
も
も
た
ら
す
。

　

そ
の
試
楽
に
す
ぐ
れ
た
趣
向
を
加
え
た
の
は
、
柏
木
で
あ
っ
た
。
し
か

し
、
日
が
暮
れ
、
盃
が
回
る
中
、
か
の
光
源
氏
の
痛
烈
な
一
言
が
柏
木
に

と
ど
め
を
さ
す
。

過
ぐ
る
齢
に
そ
へ
て
は
、
酔
泣
き
こ
そ
と
ど
め
が
た
き
わ
ざ
な
り
け

れ
。
衛
門
督
心
と
ど
め
て
ほ
ほ
笑
ま
る
る
、
い
と
心
恥
づ
か
し
や
。
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さ
り
と
も
、
い
ま
し
ば
し
な
ら
む
。
さ
か
さ
ま
に
行
か
ぬ
年
月
よ
。

老
は
、
え
の
が
れ
ぬ
わ
ざ
な
り
。 

（
④
二
八
〇
）

試
楽
を
語
る
一
段
は
、
女
御
の
御
子
へ
の
言
及
に
始
ま
り
、
苦
悩
す
る
柏

木
と
源
氏
と
の
対
話
を
経
て
、
源
氏
の
一
言
が
柏
木
の
死
命
を
決
し
た
。

こ
こ
で
は
、
女
御
の
御
子
に
ふ
れ
る
叙
述
で
あ
っ
て
も
、
も
は
や
栄
華
の

発
展
と
い
っ
た
意
味
合
い
は
あ
ま
り
大
き
く
な
い
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

御
子
を
生
ん
だ
女
御
に
つ
い
て
語
ら
れ
る
叙
述
は
、
柏
木
の
破
滅
へ
と
つ

な
が
っ
て
ゆ
く
。
若
菜
上
下
巻
に
お
け
る
明
石
の
物
語
と
柏
木
の
物
語
と

の
つ
な
が
り
は
、
か
く
も
強
固
に
こ
こ
に
ま
で
継
続
し
て
い
る
の
で
あ
っ

た
。

注（
1
） 

早
く
、
稲
賀
敬
二
氏
が
、
こ
の
あ
た
り
の
明
石
の
女
御
の
子
に
関
わ
る
記

述
の
問
題
点
を
要
領
よ
く
整
理
し
た
上
で
、「「
当
帝
の
三
の
宮
」
で
あ
る
匂

宮
は
、
若
菜
巻
で
は
ま
だ
そ
の
像
を
結
ん
で
い
な
い
」（『
解
釈
と
鑑
賞
』

一
九
七
一
・
五
）
と
言
わ
れ
て
い
た
と
お
り
で
あ
ろ
う
。

（
2
） 

こ
の
箇
所
、
新
編
全
集
の
表
記
は
「
皇
子
」。
行
論
の
都
合
上
、
紛
ら
わ

し
く
な
る
の
で
、「
御
子
」
と
改
め
て
お
く
。

（
3
） 

明
融
本
は
、「
三
」
の
右
傍
に
「
二
」
と
傍
記
す
る
。
新
編
全
集
は
、
こ

の
傍
記
を
採
用
し
て
本
文
に
立
て
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
校
訂
付
記
に
記
載

が
な
い
の
は
、
他
本
と
の
校
訂
に
よ
る
も
の
で
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ

ろ
う
が
、
他
本
の
本
文
異
同
も
考
慮
さ
れ
て
い
る
に
違
い
な
い
。
こ
の
「
三

の
宮
」
と
い
う
本
文
に
つ
い
て
は
、
石
田
穣
二
「「
三
の
宮
」
の
こ
と
」（『
源

氏
物
語
攷
そ
の
他
』
笠
間
書
院
、
一
九
八
九
年
）、
茅
場
康
雄
「
若
菜
下
の
巻

の
三
の
宮
」（『
学
苑
』
六
八
三
号
、
一
九
九
七
・
一
）
な
ど
に
、
そ
れ
を
支
持

す
る
立
場
か
ら
の
考
察
が
あ
る
。

（
4
） 

こ
こ
ま
で
、
光
源
氏
、
冷
泉
帝
、
今
上
帝
第
一
皇
子
（
東
宮
）、
後
に
、

匂
宮
や
匂
宮
の
皇
子
な
ど
に
用
い
ら
れ
て
い
る
。

（
5
） 

秋
山
虔
「
源
氏
物
語
「
若
菜
上
」
巻
の
一
問
題
─
出
来
事
の
時
間
と
言
説

の
時
間
─
」（『
山
岸
先
生
記
念
論
文
集
日
本
文
学
の
視
点
と
諸
相
』
汲
古
書
院
、

一
九
九
一
）。

（
6
） 

鈴
木
宏
子
「
柏
木
の
物
語
と
引
歌
」（『
古
今
和
歌
集
表
現
論
』
笠
間
書
院
、

二
〇
〇
〇
年
）。

（
7
） 

集
成
は
、「
前
に
見
え
た
「
三
の
宮
」
に
次
ぐ
方
で
あ
る
」
と
し
て
、（
Ｄ
）

の
箇
所
を
参
照
指
示
し
て
い
る
。
そ
の
「
二
の
宮
」
を
、
集
成
は
「
三
の
宮
」

と
し
て
本
文
を
立
て
て
い
る
こ
と
、
前
述
の
と
お
り
。
し
か
し
、「「
三
の
宮
」

に
次
ぐ
方
」
は
、
女
楽
の
時
に
女
御
が
懐
妊
中
だ
っ
た
の
で
あ
り
、
こ
の

十
二
月
の
里
下
が
り
の
折
に
生
ま
れ
た
わ
け
で
は
な
い
。

（
た
か
だ
・
ひ
ろ
ひ
こ
／
本
学
教
授
）


